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ど
れ
も
似
通
っ
て
い
て
見
分
け
が
つ
か

な
い
、
漢
字
だ
ら
け
の
賛
文
も
何
を
書
い

て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
…
。
掛
け
軸
に

描
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
山
水
画
に
多
く
つ

き
ま
と
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
イ
メ
ー
ジ
。
確
か

に
そ
の
通
り
で
、
実
際
こ
の
作
品
を
紹
介

し
よ
う
と
し
て
い
る
私
自
身
も
、
な
か
な

か
難
し
い
な
と
頭
を
ひ
ね
る
次
第
で
す
。

と
い
う
言
い
訳
は
さ
て
お
い
て
、
と
に
か

く
画
面
を
よ
く
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

吉よ
し

嗣つ
ぐ

鼓こ

山ざ
ん 

作

秋し
ゅ
う

景け
い

山さ
ん

水す
い

図ず

発　行
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画
面
の
下
方
、
近
景
に
１
本
の
道
が
あ

り
、
奥
へ
進
む
と
中
景
に
人
家
が
立
ち
並

ん
で
い
ま
す
。
そ
の
背
後
に
は
ご
つ
ご
つ

と
し
た
高
い
山
が
あ
り
、
さ
ら
に
遠
く
に

も
山
並
み
が
見
え
ま
す
。
中
景
か
ら
近
景

に
か
け
て
は
低
い
雲
霞
が
立
ち
込
め
て
い

て
、人
や
鳥
、船
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
っ

そ
り
と
静
か
な
風
景
で
す
が
、
赤
く
色
づ

い
た
木
々
が
画
面
全
体
に
描
か
れ
て
い
て
、

温
か
な
雰
囲
気
を
醸か

も

し
出
し
て
い
ま
す
。

画
賛
に
は
、「
一
路
縈
廻
水
石
間
（
一
本

の
道
が
水
石
の
間
を
め
ぐ
る
）」、「
身
在
畫
図
裏

來
往
白
雲
紅
葉
山
（
絵
の
中
に
我
が
身
を
投
じ

て
、
白
雲
や
紅
葉
し
た
山
の
中
を
行
き
来
す
る
）」

な
ど
、
こ
の
画
面
と
リ
ン
ク
す
る
文
言
が

あ
り
、
こ
う
し
た
風
月
の
世
界
を
「
人
生

至
楽
」
と
誇
っ
て
い
ま
す
。

　

吉
嗣
家
３
代
目
の
鼓
山
は
、
父
拝
山
に

倣な
ら

っ
た
や
わ
ら
か
な
筆
づ
か
い
の
山
水
図

を
描
き
ま
し
た
が
、
画
面
構
成
は
拝
山
よ

り
も
平へ
い

明め
い

で
整
理
さ
れ
た
感
が
あ
り
、
暖

色
系
の
彩
り
を
加
え
た
山
水
図
を
多
く
描

い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
く
っ
き
り
と
し
て

し
な
や
か
な
行
書
体
の
書
風
は
一
目
で
鼓

山
と
わ
か
る
個
性
で
す
。
制
作
年
は
記
さ

れ
ま
せ
ん
が
、
他
作
品
と
の
比
較
か
ら
、

昭
和
20
年
代
半
ば
以
降
、
同
32
年
に
没
す

る
ま
で
の
晩
年
作
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

鼓
山
の
画
風
、
書
風
、
そ
し
て
境
地
を

よ
く
あ
ら
わ
し
た
作
品
で
す
。（
井
形
栄
子
）　



第 22号

　
鼓
山
が
疎
開
？

令
和
５
年（
２
０
２
３
）夏
に
開
催
し
た「
吉

嗣
家
交
友
録
―
近
代
文
人
の
書
と
絵
画
」
展

（
６
／
10
～
７
／
17
、
於 

太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ
い

館
）
終
了
後
の
あ
る
日
。
宗
像
市
の
個
人
の

方
か
ら
、
自
宅
に
吉
嗣
鼓
山
の
作
品
が
あ
る

の
で
見
て
ほ
し
い
と
い
う
連
絡
が
あ
り
ま
し

た
。
展
覧
会
を
開
催
す
る
と
し
ば
し
ば
こ
の

よ
う
な
情
報
提
供
が
あ
り
、
新
た
な
作
品
に

出
会
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
戦

後
の
物
資
不
足
の
一
時
期
、
そ
の
お
宅
に
鼓

山
が
住
み
込
ん
で
絵
を
描
き
、
米
な
ど
の
食

糧
と
交
換
し
て
い
た
と
い
う
い
わ
く
つ
き
。

そ
の
よ
う
な
履
歴
が
あ
っ
た
な
ど
初
耳
な
の

で
、一
見
に
し
か
ず
と
調
査
に
伺
い
ま
し
た
。

　
　
北
川
鼓
山

　

見
せ
て
い
た
だ
い
た
作
品
は
《
松
鶴
図
》

（
左
写
真
）、《
恵
比
寿
大
黒
図
》、《
松
に
小

し
ょ
う

禽き
ん

図
》、《
風
景
図
》
の
４
点
で
、
い
ず
れ
に

も
「
鼓
山
々
樵
」
の
署
名
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、《
松
鶴
図
》
に
は
「
己
丑
」、《
恵
比

寿
大
黒
図
》
と
《
松
に
小
禽
図
》
に
は
「
庚

寅
」
の
干
支
が
あ
っ
て
、
制
作
年
が
昭
和
24

年
（
１
９
４
９
）
と
同
25
年
で
あ
る
こ
と
も
わ

か
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
こ
と
な

く
何
と
な
く
、
絵
の
作
風
や
賛
の
書
風
が
、

こ
れ
ま
で
に
見
知
っ
た
鼓
山
の
も
の
と
異
な

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
う
し
て
一
旦
帰

り
、
も
う
一
度
絵
や
落ら

っ

款か
ん

を
見
直
し
て
み
る

と
、落
款
印
の
印
文
に
苗
字
と
お
ぼ
し
き「
北

川
」
の
文
字
が
あ
り
、
果
た
し
て
吉
嗣
鼓
山

と
同
じ
時
期
に
活
動
し
て
い
た「
北
川
鼓
山
」

な
る
絵
師
が
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で

す
。
吉
嗣
鼓
山
よ
り
も
５
歳
年
下
の
加
賀
生

ま
れ
の
人
で
、
清
国
に
渡
っ
た
経
験
も
あ
る

と
い
い
（
※
1
）、
篆て

ん

刻こ
く

家
高た

か

畑は
た

翠す
い

石せ
き

が
大
正

12
年
（
１
９
２
３
）
に
記
し
た
随
筆
「
鉄
筆
日

記
」
に
「
若
松
市
の
画
家
北
川
鼓
山
君
」
と

し
て
登
場
し
、
こ
の
時
点
で
北
九
州
に
い
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
（
※
２
）。　

　
　
ふ
た
り
は
知
り
合
い
？

　

さ
ら
に
探
索
を
続
け
る
と
、
な
ん
と
吉
嗣

家
資
料
の
中
に
下
写
真
の
通
り
「
北
川
鼓
山 

参
考
画
」
と
題
書
き
さ
れ
た
白
紙
交
じ
り
の

画
帖
が
あ
り
、
そ
の
中
に
北
川
鼓
山
の
も
の

か
と
思
わ
れ
る
図
が
あ
っ
た
の
で
す
。「
参

考
画
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
不
明
な
が
ら
、

ふ
た
り
の
鼓
山
が
知
り
合
い
だ
っ
た
可
能
性

も
出
て
き
ま
し
た
。

　

さ
て
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
…
、
や
っ
ぱ
り
！

そ
れ
ぞ
れ
明
治
～
大
正
期
に
活
動
し
て
い
た

画
家
に
、
京
都
の
平
井
梅
仙
、
山
形
の
石
川

拝
山
と
い
う
人
物
が
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
し
か
も
石
川
拝
山
は
吉
嗣
拝
山
と
同
様

に
山
水
図
も
描
い
て
い
た
よ
う
で
す
。
何
事

も
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
、

あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
調
査
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
井
形
栄
子
）

【
参
考
文
献
】

※�

１　

千
集
画
会
本
部�

編
『
大
正
大
家
千
集
画
譜
』

前
編
、
聚
文
舎
、
１
９
２
３
年

※�

２　
『
筆
之
友
』
２
８
１
号
、
書
道
奨
励
協
会
、

１
９
２
４
年

北川鼓山作《松鶴図》
紙本著色　掛幅装
昭和 24 年 (1949) 作　個人蔵

（右）北川鼓山の落款
（左）吉嗣鼓山の落款

表紙に「北川鼓山　参考画」と題された画帖中の一図
吉嗣家資料
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明
治
23
年
（
１
８
９
０
）
の
議
会
開
設
が

間
近
に
迫
る
中
、
議
事
堂
の
建
設
は
急
務

で
し
た
。
し
か
し
当
初
計
画
さ
れ
た
東
京
・

永
田
町
の
大
建
築
は
工
期
・
予
算
と
も
に
間

に
合
わ
ず
、
内う

ち

幸
さ
い
わ
い

町
に
木
造
の
仮
議
事
堂

が
建
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

仮
議
事
堂
は
同
年
11
月
24
日
、
す
な
わ
ち

第
一
回
帝
国
議
会
の
招
集
日
前
日
に
よ
う

や
く
竣
工
し
、
29
日
に
は
明
治
天
皇
臨
席
の

も
と
開
院
式
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
玉
座
の

上
に
掲
げ
ら
れ
た
「
帝
国
議
会
」
の
四
文
字

を
揮
毫
し
た
の
が
、
太
宰
府
出
身
の
書
家
・

宮
小
路
浩
潮
で
し
た
。
当
時
の
図
面
に
よ
る

と
、
扁
額
の
大
き
さ
は
縦
四
尺
七
寸
（

142

㎝
）、
横
一
丈
三
尺
（

394
㎝
）、
一
文
字
の
大

き
さ
は
三
尺
（
91
㎝
）
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
完
成
か
ら
わ
ず
か
二
ケ
月
後
、

仮
議
事
堂
は
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。
昼
夜

兼
行
の
突
貫
工
事
に
よ
り
、
十
ヶ
月
後
に

第
２
回
仮
議
事
堂
が
再
建
さ
れ
る
と
、
浩

潮
は
再
び
揮
毫
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。

　

二
度
の
揮
毫
を
記
念
し
、
明
治
天
皇
か

ら
青
銅
製
の
筆ひ

っ

洗せ
ん

、
貴
族
院
・
衆
議
院
か

ら
鈕

ち
ゅ
う

（
つ
ま
み
の
部
分
）
に
獅
子
が
彫
ら

れ
た
寿じ

ゅ

山ざ
ん

石せ
き

製
の
印
材
が
贈
ら
れ
、
共
に

福
岡
県
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

関
東
大
震
災
で
倒
壊
を
免
れ
た
第
２
回

仮
議
事
堂
も
大
正
14
年
（
１
９
２
５
）
に

再
度
焼
失
、
第
３
回
仮
議
事
堂
を
経
て
、

現
在
の
国
会
議
事
堂
が
完
成
し
た
の
は
、

昭
和
11
年
（
１
９
３
６
）
の
こ
と
で
し
た
。

　

太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ
い
館
で
は
、
開

催
中
の
「
近
代
の
き
ら
め
き
～
古
写
真
が

伝
え
る
太
宰
府
の
文
人
た
ち
」（
７
月
21
日

ま
で
）
で
、左
の
印
材
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　
（
井
上
理
香
）

宮
小
路
浩
潮

「
帝
国
議
会
」の
揮き

　ご
う毫

と
記
念
の
品

第 2 回仮議事堂　貴族院議場

（上）青銅製の筆洗 
（下）寿山石獅子鈕印材　

個人蔵

宮み
や

小こ
う

路じ

浩こ
う

潮
ち
ょ
う

関
係
者

名

鑑

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

　

筑
前
国
の
人
。夜
須
郡
の
医
師
森も

り

下し
た

春
し
ゅ
ん

台だ
い

の
子
。
12
歳
の
時
に
太
宰
府
天
満
宮
の
社し

ゃ

家け

六ろ
く

度ど

寺じ

に
入
り
実じ

つ

乗
じ
ょ
う

坊ぼ
う

仙せ
ん

賀が

を
名
乗
る
。そ

の
後
比
叡
山
延
暦
寺
で
修
行
し
、
嘉か

永え
い

２
年

ご
ん
の
だ
い

（
１
８
４
９
年
）
に
権
大
僧ぞ
う

都づ

に
任
じ
ら
れ
、同

５
年
に
太
宰
府
へ
戻
り
六
度
寺
の
住
職
と
な

る
。
明
治
維
新
後
還げ

ん

俗ぞ
く

し
宮
小
路
康
文
と
名

乗
り
、
浩
潮
と
号
す
。
享
年
73
歳
。　
　
　

Vol.2

忠た
だ

之ゆ
き

の
２
０
０
回
忌
法
要
、
藩
祖
黒
田
如じ

ょ

水す
い

の
２
５
０
回
忌
法
要
を
行
っ
た
ほ
か
、
雨
乞

の
た
め
の
水
瓶
祈
祷
を
四
王
寺
山
の
岡
見
山

(

水
瓶
山)

で
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

明
治
時
代
か
ら
は
能
書
家
と
し
て
活
躍
し

多
く
の
揮
毫
依
頼
が
来
ま
し
た
。明
治
23
年(

１
８
９
０)

に
は
伊
藤
博
文
の
命
で
帝
国
議
会

の
国
会
議
事
堂
扁へ

ん

額が
く

の
揮き

毫ご
う

を
、
同
28
年
に

は
平
安
神
宮
応
天
門
の
扁
額
を
揮
毫
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
太
宰
府
市
役
所
５
階
に
あ
る

「
議
事
堂
」扁
額
も
彼
が
手
掛
け
た
も
の
で
す

（
左
上
写
真
）。
制
作
年
代
は
不
明
で
す
が
旧
庁

舎
に
あ
っ
た
も
の
を
移
し
た
よ
う
で
、
太
宰

府
村
も
し
く
は
町
時
代
の
も
の
で
し
ょ
う
。

　

吉
嗣
家
に
は
浩
潮
の
書
が
３
点
が
伝
わ

り
、
吉
嗣
梅
仙
の
古
稀
を
祝
う
も
の
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
拝
山
が
木き

村む
ら

耕こ
う

巌が
ん

・
大お

お

城ぎ

谷た
に

桂け
い

樵し
ょ
うと

と
も
に
、
中な

か

西に
し

耕こ
う

石せ
き

20
回
忌
に
あ
た

っ
て
制
作
し
た
肖
像
画
（
左
写
真
）
に
は
、「
耕

石
先
生
肖
像
」
の
題
字
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

（
木
村
純
也
）

《中西耕石肖像》
画：吉嗣拝山
賛：宮小路浩潮 ほか
吉嗣家資料

生
没
年　
文
政
９
～
明
治
37
（
１
８
２
６
～
１
９
０
４
）

関
係
者　
吉
嗣
梅
仙
、
吉
嗣
拝
山

　

宮
小
路
浩
潮
は
太
宰
府
で
な
じ
み
深
い
書

家
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
が
、
幕
末
は
仙
賀

と
名
乗
る
僧
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と

が
『
宮
小
路

家
文
書
』
か

ら
知
ら
れ
ま

す
。
嘉
永
６
年

(

１
８
５
３)

に

は
六
度
寺
の

住
職
と
し
て

福
岡
藩
２
代

藩
主
の
黒く

ろ

田だ

太宰府市役所の「議事堂」扁額  70.5cm × 177cm

個人蔵
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絵
師
調
査
が
知
ら
れ
る
こ
と
で
調
査
依
頼
も
増
え

ま
し
た
。
家
に
絵
師
の
資
料
が
あ
る
方
は
気
軽
に
文

化
財
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
木
）

　

く
ず
し
字
や
漢
文
を
読
む
の
は
至
難
の
業
。
で
も

辞
書
を
片
手
に
頭
を
ひ
ね
る
の
は
、
き
っ
と
老
化
防

止
に
な
る
は
ず
と
思
い
込
む
今
日
こ
の
頃
で
す
。（
井
）

編
集
後
記

二条基弘作　書《習静》
絹本墨書　未表装　30.0 × 76.4㎝　吉嗣家資料

　

せ
わ
し
な
く
過
ぎ
る
日
々
に
流
さ
れ
、
自

分
の
感
性
を
磨
く
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
う

今
日
こ
の
頃
。
そ
ん
な
時
に
心
に
留
め
た

い
の
が
こ
の
言
葉
で
す
。「
座
禅
を
し
て
心

を
静
か
に
し
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
意
味

で
、
静
か
な
空
間
で
一
人
思
索
に
集
中
す

る
光
景
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
唐
の
官
僚

王お
う

維い

が
作
っ
た
『
積せ

き

雨う

輞も
う

川せ
ん

荘し
ょ
うの

作さ
く

』
の

一
節
に
、「
山
中
習
静
観
朝
槿
（
山
中
に
習

静
し
て
朝
槿
を
観
じ
）」
と
、
山
中
で
座
禅

を
組
み
槿

む
く
げ

の
花
を
見
て
無
常
を
悟
る
様
子

が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

画
像
を
見
る
と
、「
習
」
と
い
う
字
は
ひ
ら

が
な
の
「
ぬ
」
の
よ
う
、
自
は
「
々
」
の
よ
う

に
崩
れ
て
い
ま
す
。「
静
」
も
大
き
く
崩
れ
、

右
側
の
「
争
」
は
ひ
ら
が
な
の
「
る
」
の
よ

う
に
も
見
え
ま
す
。
典
型
的
な
草
書
体
で
、

力
強
い
筆
遣
い
で
す
。

こ
の
書
を
書
い
た
二に

条
じ
ょ
う

基も
と

弘ひ
ろ(

１
８
５
９

～
１
９
２
８)

は
京
の
公
家
で
あ
る
九
条
家
の

出
身
で
二
条
家
に
養
子
入
り
し
家
督
を
継
ぎ

ま
す
。
貴
族
院
議
員
を
務
め
た
ほ
か
、
書
に

精
通
し
た
人
物
と
し
て
、
歌
・
書
作
品
を
多

く
遺
し
て
お
り
、
吉
嗣
家
に
は
年
不
詳
の
書

画
作
品
が
２
点
伝
わ
り
ま
す
。

　

吉
嗣
家
と
二
条
基
弘
の
関
係
は
詳
し
く

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
基
弘
は
明
治
35
年

(

１
９
０
２)

に
京
都
北
野
天
満
宮
で
行
わ

れ
た
菅
公
没
後
千
年
祭
を
取
り
仕
切
っ
た

北
野
会
会
長
も
務
め
て
お
り
、
そ
う
い
っ

た
経
緯
で
太
宰
府
天
満
宮
と
も
つ
な
が
り

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
木
村
純
也
）

この資料

【

習し
ゅ
う

静せ
い

】

　

こ
の
画
稿
の
原
図
は
、
昨
冬
に
九
州
国
立

博
物
館
で
特
別
展
が
開
催
さ
れ
て
い
た
絵

師
、
長な

が
さ
わ
ろ
せ
つ

沢
芦
雪
（
１
７
５
４
～
９
９
）
の
《
山

姥
図
》（
遠
山
記
念
館
所
蔵
）
で
す
。
原
図
で

は
、
縦
長
の
画
面
の
中
で
、
崖
の
先
端
に
山

姥
が
座
り
、
遠
く
に
三
日
月
が
見
え
る
と
い

う
構
図
で
す
が
、
画
稿
で
は
山
姥
の
部
分
の

み
が
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
芦
雪
は
円ま

る
や
ま
お
う
き
ょ

山
応
挙

（
１
７
３
３
～
９
５
）
に
師
事
し
て
お
り
、
こ

の
画
稿
が
齋
藤
家
に
あ
る
こ
と
は
、
円
山
四

条
派
を
学
ん
だ
家
系
と
し
て
、
齋
藤
家
の
絵

師
が
流
派
の
作
例
の
図
様
を
収
集
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
（
ち
な
み
に
画
面
右
下

の
描
印
は
応
挙
の
「
仲
選
」
印
を
模
し
た
も
の
）。

山や
ま

姥う
ば

図ず

　

片
膝
を
立
て
て
座
り
、
じ
っ
と
前
方
を
睨

み
つ
け
る
老
婆
。
頭
髪
や
衣
服
は
乱
れ
て
お

り
、
口
元
か
ら
除
く
鋭
い
歯
も
相
ま
っ
て
、

ど
こ
か
人
間
離
れ
し
た
不
気
味
な
雰
囲
気
を

感
じ
さ
せ
ま
す
。傍
ら
に
柿
の
入
っ
た
籠
と
、

小
鎌
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
穫
後

の
ひ
と
休
み
の
場
面
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
老
婆
は
、
山
姥
と
い
っ
て
、
山
岳
列

島
で
あ
る
日
本
に
お
い
て
、
山
に
い
る
神
や

物も
の

の
怪け

の
類
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
存
在
で

す
。
能
な
ど
の
題
材
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、

特
に
近
松
門
左
衛
門
の
「
嫗

こ
も
ち

山や
ま

姥う
ば

」
と
い
う

浄
瑠
璃
で
は
、
山
姥
は
、
坂さ

か
た
の
き
ん
と
き

田
公
時
、
い
わ

ゆ
る
金
太
郎
の
母
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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画
稿
の
裏
面
に

は
、
焼や

き

筆ふ
で

の
痕
が
残

り
ま
す
。焼
筆
と
は
、

木
の
枝
を
燃
や
し
て

作
っ
た
道
具
で
、
裏

面
か
ら
図
様
を
な
ぞ

る
こ
と
で
、
別
の
紙

に
転
写
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
画

稿
も
そ
の
よ
う
に
模

写
な
ど
に
使
用
さ
れ

た
も
の
と
わ
か
り
ま

す
。　
（
日
野
綾
子
）


